
江
戸
時
代
　
活
気
あ
ふ
れ
る
手
原
村

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
毎
年
市
内
の
大
字
1
か

所
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
す
る
“
小
地

域
展
”
と
い
う
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は

3
月
18
日
㈯
か
ら
大
字
手
原
を
取
り
上
げ
た
小
地
域
展

「
手
原
の
歴
史
と
文
化
」
展
を
開
催
し
ま
す
。

足
元
に
は
奈
良
時
代
の
遺
跡
も
眠
る
手
原
で
す
が
、
少

し
時
代
を
下
っ
て
今
回
は
江
戸
時
代
の
手
原
村
の
様
子
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
頃
の
様
子
を
知
る
手
が
か
り

と
な
る
史
料
に
天
保
13
年
（
1
8
4
2
）
に
記
さ
れ
た

「
手て

は
ら
む
ら
か
さ
く
め
い
さ
い
し
ょ

原
村
家
作
明
細
書
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
に
よ
る
と
江
戸
時
代
後
期
の
手
原
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

商
店
が
軒
を
並
べ
て
い
ま
し
た
。（
表
1
）
こ
の
頃
に
は

商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
農
村
で
あ
っ
た
手
原
村
で

も
農
業
の
ほ
か
に
商
売
を
す
る
家
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
。

商
店
の
創
業
時
期
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
電
気

が
な
か
っ
た
時
代
の
生
活
必
需
品
で
あ
る
蝋ろ

う
そ
く燭
を
商
う
蝋

燭
屋
の
創
業
が
享
保
年
間
（
1
7
1
6
～
1
7
3
5
）
と

早
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
は
よ
く
繁
盛
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
間
口
6
間
半
（
約
12
ｍ
）
と
大
き
な
店
構

え
で
、
家
族
以
外
に
女
性
1
人
を
雇
っ
て
商
売
を
し
て
い

ま
す
。
同
じ
享
保
年
間
の
創
業
で
、
三
度
飛
脚
の
取
次
業

が
あ
り
ま
す
。
手
原
村
に
は
江
戸
時
代
の
幹
線
道
路
、
旧

東
海
道
が
通
過
し
て
お
り
、
書
類
や
為
替
な
ど
を
リ
レ
ー

方
式
で
目
的
地
に
送
る
飛
脚
の
取
次
を
商
売
に
す
る
家
が

早
く
に
現
れ
た
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

手
原
村
に
商
店
が
増
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
1
8
0
0

年
前
後
の
こ
と
で
す
。
寛
政
年
間
（
1
7
8
9
～

1
8
0
0
）
に
創
業
し
た
吉
蔵
が
営
む
煮に
う
り
や

売
屋
や
、
文
政

年
間
（
1
8
1
8
～
1
8
2
9
）
に
創
業
し
た
平
蔵
が

営
む
煮
売
屋
兼
餅
屋
と
い
っ
た
食
事
を
提
供
す
る
店
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
寛
政
9
年

（
1
7
9
7
）
に
刊
行
さ
れ
た
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
も

い
え
る
『
東と

う
か
い
ど
う
め
い
し
ょ
ず
え

海
道
名
所
図
会
』
が
流
行
し
、
東
海
道
を
行

き
来
す
る
旅
行
者
が
多
く
な
っ
て
い
く
時
代
に
あ
た
り
ま

す
。
手
原
村
で
も
時
代
の
流
れ
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
街

道
を
往
来
す
る
人
を
対
象
に
し
た
商
売
を
す
る
家
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ほ
か
に
綿わ

た
う
ち
や

打
屋
、
紺こ

ん
や屋
、
太ふ

と
も
の
や

物
屋
と
い
っ
た
木
綿
に

関
わ
る
商
売
も
見
ら
れ
ま
す
。
栗
東
で
は
江
戸
時
代
か
ら

綿
花
栽
培
や
機は

た
お織

り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。
綿
花
を
ほ
ぐ
し
て
糸
を
紡
ぐ
た
め
の

材
料
を
作
る
綿
打
屋
、
紡
い
だ
糸
を
藍
で
染
め
る
紺
屋
、

機
織
り
を
し
て
完
成
し
た
木
綿
の
反
物
を
販
売
す
る
太

物
屋
が
営
業
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
で
綿
花
栽
培

か
ら
商
品
流
通
ま
で
一
通
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
造
り
酒
屋
や
醤
油
屋
、
米
屋
な

ど
の
店
も
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
手
原
村
は
東
海
道
沿

い
の
活
気
あ
ふ
れ
る
集
落
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

長
い
歴
史
の
あ
る
手
原
の
歴
史
と
文
化
、
紹
介
し
た
資
料

も
含
め
て
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

小
地
域
展
「
手
原
の
歴
史
と
文
化
」
で
紹
介
し
ま
す
。

■
小
地
域
展
「
手
原
の
歴
史
と
文
化
」

会
期　

３
月
18
日
㈯
～
５
月
14
日
㈰

※
詳
細
は
お
知
ら
せ
版
８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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手原村絵図（江戸時代　里内文庫 No.317-41）表１ 手原村の商店一覧（「手原村家作明細書」（天保
13 年／里内文庫№ 298-13）より））

１間＝約 1.82 ｍ　間口＝正面の幅
享保年間（1716 ～ 1735）、天明年間（1781 ～ 1788）
寛政年間（1789 ～ 1800）、文化年間（1804 ～ 1817）
文政年間（1818 ～ 1829）
〇＝女性の雇人 1人あり●＝男女の雇人 1人ずつあり
□＝借家にて営業

商売の種類 店主 創業時期 店の規模
（間口／奥行）

〇 蝋燭屋 清兵衛 享保年間 ６間半／４間半
指物屋 武兵衛 享保年間 ５間半／４間半

三度飛脚取次 五郎右衛門 享保年間 　５間／４間半
塩物屋 久四郎 天明年間 ５間半／３間半
煮売屋 吉蔵 寛政年間 　３間／４間半

● 綿打屋 宇兵衛 寛政年間 ６間半／４間半
煙草屋 多七 寛政年間 ５間半／３間半
下駄屋 九兵衛 文化年間 　５間／３間半
醤油屋 藤五郎 文化年間 ８間半／５間

餅屋・煮売屋 平蔵 文政年間 ６間／５間
□ 農鍛冶 平吉 文政年間 　３間／２間半
〇 紺屋 新右衛門 文政年間 　６間／４間半
〇 太物屋 善蔵 文政年間 　６間／５間半

瀬戸物屋 新八 文政年間 6 間半／４間半
〇 米屋 新平 - ６間半／４間半
● 造酒屋 新助 文政年間 ６間半／４間半
〇 菓子屋 藤四郎 天保年間 　６間／６間半
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